
国
よ
！
身
内
の
精
算
は
　
早
坂
吉
彦

今
年
十
月
十
二
日
付
　
「
朝
日
新
聞
」

の
　
「
声
」
　
欄
に
千
葉
県
の
男
性
が
投
書

し
た
も
の
を
読
み
ま
し
た
。
概
要
は
「
大

戦
で
父
を
失
い
、
戦
争
な
ん
て
大
嫌
い

だ
け
れ
ど
、
他
国
を
攻
め
る
軍
隊
で
は

な
く
、
外
敵
か
ら
自
分
の
国
を
守
る
軍

隊
は
必
要
だ
っ
　
そ
う
い
う
意
識
は
日
本

国
民
な
ら
当
然
持
つ
べ
き
だ
」
　
と
い
う

も
の
で
す
。
改
憲
に
賛
成
す
る
意
見
の

中

で

代

表

的

な

も

の

の

一

つ

だ

と

思

い

ま
す
。
ま
た
、
こ
の
考
え
方
に
関
連
し

て
、
「
国
　
（
家
）
　
あ
っ
て
こ
そ
の
国
民

な
の
だ
か
ら
、
国
の
方
針
に
反
対
す
る

も
の
は
出
て
行
け
ば
い
い
」
　
と
い
う
言

い
方
も
最
近
あ
ち
こ
ち
で
聞
か
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
若
い
人
達
に
も
容

易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
考
え
方
の
よ
う

で
す
。と

こ
ろ
で
、
頭
書
の
千
葉
県
の
男
性

と
同
じ
よ
う
に
私
も
大
戦
に
関
す
る
思

い
出
が
あ
り
ま
す
。

昭
和
二
十
年
、
満
州
国
で

そ
れ
は
、
も
う
夢
の
中
と
い
っ
て
も
い

い
よ
う
な
六
十
年
程
前
の
情
景
で
す
。
昭

和
二
十
年
の
夏
か
、
初
秋
で
す
。
当
時
満

州
国
と
い
い
、
八
月
十
五
日
を
境
に
消
滅

し
た
そ
の
国
の
首
都
、
新
京
市
の
メ
イ
ン

ス
ト
リ
ー
ト
　
（
？
）
　
に
三
歳
の
私
が
た
だ

一
人
立
っ
て
お
り
、
目
の
前
に
は
木
箱
か

何
か
を
足
に
し
て
戸
板
を
置
き
、
そ
の
上

に
は
山
の
よ
う
に
何
か
小
粒
の
果
実
が
積

み
上
げ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
通
り

に
は
、
終
戦
の
目
を
境
に
ど
こ
か
ら
と
も

な
く
繰
り
出
し
て
き
た
満
州
人
（
中
国
人
）

達
が
お
祭
り
騒
ぎ
の
よ
う
に
連
日
溢
れ
て

い
た
と
い
い
ま
す
。

迷
子
に
な
り
▼
　
一
躍
天
童
同
の

泉
に
三
晩
も
泊
ま
る

私
は
外
出
し
た
母
親
の
あ
と
を
追
っ
て

行
っ
て
迷
子
に
な
り
、
そ
の
雑
踏
の
ま
っ

た
だ
中
に
い
た
わ
け
で
す
。
あ
と
に
な
っ

て

親

か

ら

聞

か

さ

れ

た

と

こ

ろ

に

よ

る

と
、
現
地
の
露
天
商
の
お
じ
さ
ん
　
（
中
国

人
）
　
が
、
前
に
立
っ
て
も
の
欲
し
そ
う
に

眺
め
て
い
る
私
に
気
づ
き
、
売
り
物
の
果
実

を
二
つ
三
つ
私
の
手
に
握
ら
せ
、
自
分
の
傍

に
並
ん
で
坐
ら
せ
て
く
れ
た
の
だ
と
か
。
だ

れ
か
迎
え
に
来
る
だ
ろ
う
と
待
っ
た
け
れ

ど
、
夕
方
に
な
っ
て
し
ま
い
、
し
か
た
な
く

自
分
の
家
に
連
れ
帰
っ
て
、
翌
日
も
同
じ
場

所
で
店
を
開
い
た
け
れ
ど
や
は
り
将
が
あ
か

な
い
。
そ
の
人
は
独
り
身
だ
っ
た
ら
し
く
、

私
を
こ
の
ま
ま
引
き
取
っ
て
養
子
に
で
も
と

思
い
は
じ
め
た
矢
先
、
親
達
が
う
わ
さ
を
聞

だすい

て
迎
え
に
来
た
次
第
だ
っ
た
の
だ
そ
う
で

私
が
泊
め
て
も
ら
っ
た
の
は
三
晩
ほ
ど

っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
家
　
（
と
い
う
よ

満州匝（1932年3月1
日、清朝最後の皇帝宣統
帝薄儀ふぎを執政とし
て建国。首都は新京（長
春）。1945年8月ソ連軍に
占領され、日本の敗戦と
ともに消滅した）

り
小
屋
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
）
　
で
お

じ
さ
ん
に
抱
か
れ
て
寝
な
が
ら
聞
い
た
　
（
気

が
す
る
の
で
す
が
）
　
路
面
電
車
の
音
が
今
で

も
耳
に
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
な
の
に
そ
の
人

の
顔
は
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
て
思
い
出
せ
な

い
の
は
不
思
議
な
感
じ
が
し
ま
す
。
人
は
妙

な
こ
と
を
覚
え
て
い
て
、
肝
心
な
こ
と
は
忘

れ
る
も
の
の
よ
う
で
す
。

と
も
あ
れ
、
私
が
い
な
く
な
っ
て
か
ら
、

親
達
は
家
の
近
く
に
あ
る
電
柱
な
ど
あ
ち
こ

ち
に
張
り
紙
を
し
て
ま
わ
り
、
必
死
に
私
の

手
が
か
り
を
求
め
て
走
り
回
っ
た
そ
う
で
す

が
、
あ
の
混
乱
の
中
で
よ
く
見
つ
か
っ
た
も

の
だ
と
い
う
の
が
正
直
な
感
想
だ
っ
た
よ
う

で
す
。
そ
の
露
天
商
の
お
じ
さ
ん
の
家
の
前

で
、
迎
え
に
来
た
父
親
に
手
渡
さ
れ
た
私
が

高
々
と
差
し
上
げ
ら
れ
た
時
に
見
た
情
景

（
大
ぜ
い
の
人
が
い
て
私
を
見
て
歓
声
を
あ

げ
て
い
る
）
　
を
覚
え
て
い
る
と
い
う
の
は
あ

と
で
見
た
夢
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
義
ペ
ー
ジ
に
続
く
）



（
表
ペ
ー
ジ
よ
り
）

な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
た
の
か
と

い
い
ま
す
と
、
当
時
の
混
乱
し
た
状
況

の
下
で
、
私
の
よ
う
に
幸
運
に
も
無
事

に
両
親
の
も
と
に
連
れ
戻
さ
れ
た
　
「
迷

子
」
　
は
け
し
て
多
く
は
な
か
っ
た
か
ら

で
す
。終

戦
の
－
週
間
前
に

ソ
連
－
早
が
侵
攻
し
て
き
て

ご
存
じ
の
通
り
、
ソ
連
軍
の
満
州
侵

攻
は
終
戦
の
わ
ず
か
一
週
間
ほ
ど
前
の

こ
と
で
す
。
国
境
付
近
の
守
備
隊
の
中

に
は
、
戦
車
と
と
も
に
進
軍
し
て
く
る

ソ
連
軍
に
激
し
く
抵
抗
し
て
戦
死
す
る

も
の
も
多
数
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
日
本
陸
軍
最
強
と
い
わ
れ
た

関
東
軍
も
そ
の
頃
に
は
主
力
部
隊
は
南

方
に
移
動
し
、
後
に
　
「
張
り
子
の
虎
」

と
ま
で
酷
評
さ
れ
た
よ
う
に
、
広
大
な

地
に
散
ら
ば
る
開
拓
民
や
居
留
民
を
守

り
、
安
全
に
避
難
さ
せ
る
力
は
全
く
な

か
っ
た
の
で
す
。

将
官
た
ち
は
い
ち
早
く
退
却

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ソ
連
侵
攻
四
日
目

の
八
月
十
二
日
に
は
関
東
草
総
司
令
官

は
敵
軍
が
迫
り
く
る
首
都
新
京
を
捨
て

て
朝
鮮
国
境
に
近
い
通
化
と
い
う
町
に

転
進
　
（
つ
ま
り
退
却
で
す
）
　
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
総
司
令
官
を
は
じ
め
と
し

て
、
多
く
の
将
官
達
が
小
型
飛
行
機
や

特
別
列
車
で
戦
線
か
ら
は
る
か
遠
く
の

通
化
に
向
か
っ
て
い
ち
早
く
、
混
乱
す

る
新
京
を
離
れ
て
行
っ
た
そ
う
で
す
。

関
東
軍
の
防
衛
線
は
一
気
に
朝
鮮
国
境

付
近
に
ま
で
後
退
し
た
わ
け
で
す
。

今
や
、
丸
裸
か
同
然
の
人
々
が
ソ
連

の
進
軍
の
下
で
逃
げ
ま
ど
い
、
新
京
や

大
連
と
い
っ
た
大
都
市
ま
で
た
ど
り
つ

け
ば
日
本
政
府
の
保
護
を
受
け
ら
れ
る

だ

ろ

う

と

い

う

あ

て

も

な

い

願

い

の

も

と
で
、
広
大
な
原
野
を
歩
き
続
け
る
し

か
な
か
っ
た
の
で
す
。
親
を
捨
て
、
子

ど
も
を
殺
し
、
あ
る
い
は
現
地
中
国
人

に
売
り
、
自
分
自
身
も
や
が
て
は
ソ
連

軍
の
掃
討
作
戦
や
現
地
住
民
の
報
復
に

よ
っ
七
死
ん
で
行
っ
た
話
は
こ
の
時
各

地
で
起
こ
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

国
民
が
ど
う
し
て
も
そ
ば
に
い
て
守

っ
て
ほ
し
い
ぎ
り
ぎ
り
の
そ
の
時
、
軍

隊
は
、
ま
た
国
家
は
ど
こ
に
い
た
の
で

し
ょ
う
。
何
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

「
私
た
ち
は
祖
国
に

二
度
捨
て

そ
の
混
乱
の

中

・二二至

芸た

残
り
、
あ
る
い
は
中
国
人
に
売
ら
れ
た

り
し
た
、
い
わ
ゆ
る
中
国
残
留
孤
児
達

が
昭
和
五
十
六
年
三
月
を
第
一
次
と
し

て
以
後
毎
年
の
よ
う
に
肉
親
捜
し
の
た

め
に
来
日
し
て
い
ま
す
が
、
近
年
は
ほ

と
ん
ど
成
果
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い

ま
す
。
何
の
手
が
か
り
も
得
ら
れ
ず
、

空
し
く
中
国
に
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
孤
児
の
一
人
が
泣
き
な
が
ら
言
っ
た

「
私
達
は
祖
国
に
二
度
捨
て
ら
れ
ま
し

た
」
　
と
い
う
言
葉
を
、
私
は
ど
う
し
て

も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

慶
事
隙
は
自
国
の
国
民
を

殺

す

こ

と

さ

え

も

あ

る

少
な
く
と
も
私
に
は
、
前
述
の
千
葉

県
の
男
性
の
よ
う
に
　
「
外
敵
が
攻
め
て
き

た
ら
、
国
民
を
守
り
、
そ
の
家
族
を
守
る

の
は
軍
隊
で
あ
る
」
　
と
い
う
こ
と
を
容
易

に
信
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
む
し
ろ

軍
隊
と
い
う
も
の
は
、
い
ざ
と
い
う
時
に

自
国
の
国
民
さ
え
殺
す
こ
と
が
あ
る
の
だ

と
、
前
の
大
戦
の
時
に
私
た
ち
は
経
験
し

た
の
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

六
十
年
前
、
日
本
国
憲
法
が
発
布
さ
れ

た
時
、
今
ま
で
と
異
な
り
国
民
白
身
が
こ

の
国
の
主
権
者
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は

「
国
家
あ
っ
て
の
国
民
」
　
で
は
な
く
、
「
国

民
あ
っ
て
の
国
家
」
　
と
な
っ
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ほ
ん
と
う
に
大

事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
の
時
は
じ

め
て
日
本
の
国
民
が
日
本
の
国
に
対
し
て

「
軍
隊
を
持
っ
て
は
い
け
な
い
。
ど
ん
な

場
合
に
も
戦
争
し
て
は
い
け
な
い
」
　
と
命

令
で
き
た
の
で
す
か
ら
。
国
は
こ
の
命
令

に
そ
む
い
て
ほ
な
ら
な
い
は
ず
で
す
。

私
に
と
っ
て
、
憲
法
九
条
と
は
ほ
ん

う
な
ら
ば
私
と
同
じ
よ
う
に
無
事
に
帰
国

し
て
、
戦
後
の
平
穏
な
生
活
を
と
も
に
で

き
た
は
ず
の
チ
ビ
も
達
が
、

今
も
異
国
の

暗
い
土
の
下
で
　
「
永
遠
の

仮
寝
」
　
を
し
て
い
る
こ
と

へ
の
、
国
と
し
て
の
反
省

と
謝
罪
の
原
点
で
あ
る
べ

き
だ
と
思
．
P
て
■
い
．
注
す
．
。
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